
雷

宮
川
満
著

太
閤
検
地
論

脇
　
　
田

修

　
田
塞
封
建
制
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
数
年
は
実
り
多
い
年
月
で
あ
っ
た
が
、

と
く
に
地
主
湖
論
争
と
と
も
に
太
閤
検
地
の
歴
史
酌
意
義
を
め
ぐ
る
論
争
は
、

そ
の
中
心
酌
課
題
と
な
っ
た
感
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
鴇
本
封
建
制
の
展
開
過
程

を
問
題
に
す
る
の
み
で
な
く
、
B
本
に
お
け
る
零
細
小
経
営
の
成
立
と
い
う
す

ぐ
れ
て
実
践
的
な
意
欲
に
支
え
ら
れ
て
、
活
溌
な
研
究
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
宮
淵
満
・
安
良
城
盛
昭
両
氏
が
、
こ
の
論
争
の
提
起
者
・
当
事
藩
と
し

て
い
か
に
大
き
い
役
割
を
果
し
た
か
を
今
更
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ

う
。
太
閤
検
地
論
争
が
漸
く
一
応
の
段
落
を
示
し
始
め
た
時
期
に
、
こ
の
両
者

の
研
究
が
相
つ
い
で
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
誠
に
瞬
寛
に
か
な
っ
た
も
の
と
い
5

べ
く
、
こ
の
際
、
研
究
史
の
上
で
、
こ
の
論
争
の
果
し
た
成
果
と
課
題
を
探
る

こ
と
は
、
ま
た
一
つ
の
機
会
で
も
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
　
こ
こ
で
は
宮
川
満
願

「
太
閤
検
地
論
」
を
と
り
あ
げ
る
が
、
こ
の
大
著
を
手
に
し
て
若
干
の
倉
入
的

な
感
慨
を
有
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
氏
が
「
郷
村
制
度
と
検
地
」
　
（
第
韮
部
第

一
論
文
）
を
日
本
史
研
究
一
九
号
に
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
五
三
年
で
あ
り
、

同
年
学
窓
を
禺
た
後
張
に
と
っ
て
は
少
な
か
ら
ず
刺
戟
を
う
け
た
も
の
で
あ
っ

た
。
，
以
来
、
幾
つ
か
の
調
査
行
に
も
お
供
を
し
、
単
に
誌
上
の
論
文
を
通
ず
る

だ
け
で
な
く
、
そ
の
日
常
の
研
究
生
活
に
お
い
て
身
近
に
啓
発
と
指
導
を
う
け

た
し
、
こ
の
公
刊
ま
で
の
学
問
的
情
熱
の
激
し
さ
隷
、
む
し
ろ
凄
絶
な
感
じ
を

も
っ
て
見
守
り
続
け
て
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
尊
敬
す
べ
き
先
躍
が
、
今

第
■
都
に
つ
い
で
第
－
部
を
公
刊
さ
れ
、
な
お
史
料
集
で
あ
る
第
亙
部
を
続
刊

さ
れ
る
由
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
そ
の
研
究
を
集
大
成
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、

心
か
ら
お
喜
び
を
申
し
あ
げ
た
い
と
思
う
。
そ
れ
故
、
こ
の
書
評
は
気
持
の
上

で
い
さ
さ
か
揺
ぐ
も
の
が
あ
っ
た
が
、
結
局
は
極
め
て
卒
直
に
疑
問
と
す
る
と

こ
ろ
を
述
べ
て
し
ま
っ
た
。
口
頃
の
御
交
誼
に
甘
え
て
、
私
の
疑
闘
に
対
し
て

御
教
示
下
さ
れ
ば
幸
俵
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
さ
て
氏
の
研
究
は
次
の
よ
う
な
構
成
を
も
つ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

　
第
工
部
　
零
本
封
建
制
確
立
史

　
　
第
一
章
　
太
閤
検
地
を
め
ぐ
る
研
究
動
向

　
　
第
二
章
　
平
安
－
鎌
倉
期
の
名
と
領
主
制

　
　
第
三
章
　
南
北
朝
一
室
暴
走
の
領
主
制

　
　
第
四
章
　
太
閤
検
地
と
幕
藩
体
制

と
し
て
配
本
封
建
制
の
確
立
史
に
ふ
さ
わ
し
く
、
平
安
よ
り
江
戸
時
代
に
到
る

時
期
を
取
扱
わ
れ
、
　
第
亙
部
は
、
　
こ
の
封
建
制
通
史
の
基
礎
作
業
と
な
っ
た

「
太
閤
検
地
の
基
礎
的
研
究
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
氏
は
次
の
よ
う

な
過
程
と
し
て
日
本
封
建
制
の
展
…
囲
を
理
解
さ
れ
る
。

　
　
平
安
・
鎌
倉
期
　
荘
園
鱗
・
地
頭
領
主
制
一
名
体
制
i
家
父
長
陶
家
族
共

　
　
　
同
体
ー
コ
ロ
ー
ヌ
ス
制

　
　
南
北
朝
・
室
町
期
　
守
護
・
大
名
領
国
糊
一
風
名
体
制
一
族
縁
共
同
体
一

　
　
　
農
奴
舗

　
　
（
織
）
麗
・
江
戸
期
　
蘇
藩
体
制
－
本
百
姓
体
制
一
村
落
白
岡
体
－
隷
農
制

　
氏
は
分
析
に
あ
た
っ
て
生
産
力
水
準
・
農
業
経
営
の
実
態
．
再
生
産
構
造
．
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土
地
関
係
・
無
主
支
配
体
制
と
い
う
一
定
の
序
列
を
も
つ
て
追
求
を
試
み
ら
れ
、

基
ホ
的
に
は
日
本
封
建
制
の
展
開
を
コ
ロ
ー
ヌ
ス
制
・
農
奴
制
・
隷
農
制
と
い

5
発
展
序
列
に
お
い
て
捉
え
て
お
ら
れ
る
。
複
雑
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
中
世

史
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
そ
れ
な
り
に
一
貫
し
た
体
系
的
叙
述
を
提
示
さ
れ
た

の
は
、
す
ぐ
れ
た
収
穫
で
あ
っ
た
と
云
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
B

本
封
建
制
成
立
史
の
体
系
的
試
み
の
み
な
ら
ず
、
本
書
の
白
碍
は
、
第
工
都
第

三
章
、
第
涯
部
に
お
け
る
彪
大
な
実
証
的
成
果
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
室
町
期

よ
り
近
世
前
期
に
い
た
る
幾
多
の
創
見
に
み
ち
た
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

恐
ら
く
か
か
る
豊
欝
な
内
容
を
こ
．
の
小
論
で
紹
介
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ

う
し
、
読
者
が
直
接
本
書
に
あ
た
ら
れ
、
そ
こ
に
多
く
の
示
唆
を
得
ら
れ
ん
こ

と
を
三
脚
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
内
容
の
詳
細
な
紹
介
は
雀
略

さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
し
て
、
藏
ち
に
本
審
を
通
読
し
て
の
感
想
を
述
べ
さ
せ
て

頂
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
氏
の
研
究
は
、
表
題
の
示
す
如
く
太
閤
検
地
論
を
主
題
と

し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
え
が
き
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
荘
園
史
研
究
の
行
曽

詰
り
か
ら
、
太
閤
検
地
研
究
に
進
ま
れ
、
そ
の
成
果
に
支
え
ら
れ
て
、
改
め
て

中
批
史
を
再
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
研
究
史
上
、
正
当
な
試
み
で

あ
り
、
そ
れ
故
に
周
知
の
よ
う
な
論
争
と
研
究
の
盛
況
を
も
た
ら
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
宮
川
氏
の
大
著
を
通
読
し
て
も
、
そ
の
太
閤
検
地
革
新
説
に

は
遂
に
納
得
し
え
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
の
研
究
に
よ
っ
て
或
い
は
革
新
説
が

崩
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
読
後
感
さ
え
も
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
そ
の

疑
問
を
述
べ
て
お
教
え
を
乞
い
た
い
と
思
う
。

　
ま
ず
氏
の
研
究
成
果
の
カ
ナ
メ
と
も
い
う
べ
き
太
閤
検
地
の
歴
史
的
意
義
に

つ
い
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
い
か
な
る
意
義
を
有
し
て
い
た
か
。
す
な
わ
ち
、

　
「
土
地
駈
有
の
封
建
的
統
一
と
根
ま
っ
て
、
作
人
酌
占
有
の
一
般
的
形
成
を

　
基
本
原
理
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
純
粋
封
建
的
土
地
所
有
の
確
立
を
期
し
た

　
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
基
本
原
則
に
基
づ
い
て
零
細
な
作
人
的
占
有
妾
の
維

　
持
再
生
産
一
小
農
民
自
立
策
一
と
有
力
農
罠
の
武
士
化
・
領
主
化
の
阻
止
一

　
年
貢
増
収
策
と
が
岡
時
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
太

　
閤
検
地
の
革
・
薪
的
意
義
は
高
く
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
　
（
1
部
三
一
一
＝

　
頁
）

　
こ
の
一
節
は
、
ほ
ぼ
厨
の
意
図
を
要
約
し
て
示
し
て
い
る
と
考
え
る
が
、
そ

れ
に
よ
れ
ば
歴
史
的
意
義
は
、
　
「
作
人
的
占
有
の
一
三
酌
形
成
扁
が
み
ら
れ
た

こ
と
に
基
本
的
な
意
殊
を
有
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
初
期
の
論
文

に
お
い
て
、
　
「
激
職
」
を
耕
作
権
と
解
さ
れ
て
以
来
、
こ
こ
に
一
つ
の
す
ぐ
れ

た
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
経
営
と
土
地
所
有
関
係
を
無
媒
介
に
混
算
し
て

い
た
時
点
か
ら
は
、
そ
れ
が
正
当
に
整
理
さ
れ
た
点
で
前
進
で
あ
っ
た
と
云
わ

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
負
担
額
の
上
で
作
人
負
担
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
年
貢

負
担
を
有
し
た
近
世
本
百
姓
の
撮
現
は
、
そ
の
限
り
で
氏
の
説
の
如
く
で
あ
ろ

う
と
考
え
る
。
し
か
し
果
し
て
太
閤
検
地
は
、
そ
れ
故
に
革
新
的
意
義
を
有
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
、
残
念
な
が
ら
氏
の
業
績
を
追
っ
て
い
く
と
、
幾
つ
か
の
疑

問
が
繊
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
こ
の
点
に
し
ぼ
っ
て
疑
問
を
述
べ
て
み
た

い
と
思
う
。

⑳
　
太
閤
検
地
に
よ
り
作
人
的
土
地
占
有
が
一
般
的
に
形
成
し
、
従
っ
て
封
建

酌
小
農
民
経
営
の
成
立
が
可
能
と
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
前
代
の
実
態
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
氏
は
そ
れ
に
夫
役
経
営
を
想
定
す
る
。
す
な
わ
ち

爾
北
朝
・
室
町
期
の
基
本
的
経
営
は
、
家
父
長
制
家
族
の
解
体
過
糧
に
あ
る
夫
役

経
営
者
と
隷
属
小
農
艮
が
設
定
さ
れ
こ
の
蒔
期
で
は
単
婚
小
家
族
に
よ
る
自
営

146　（146）



讐

経
営
が
穿
益
し
え
な
い
と
考
丸
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
見
解
ば
次
の
よ
う

な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

①
例
証
史
料
は
鎌
倉
末
期
の
も
の
が
多
く
、
．
通
常
室
町
期
へ
の
連
関
を
も
た
な

い
地
頭
非
法
一
矢
野
庄
寺
田
法
念
な
ど
一
を
引
用
さ
れ
て
い
る
恵
。

②
夫
役
経
営
は
地
代
の
基
本
的
部
分
が
夫
役
に
よ
る
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
の
論
証
は
な
く
、
農
繁
期
の
夫
役
徴
収
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
澱
高
出
雲
国
鰐
淵
寺
領
在
家
の
年
二
五
日
役
で
あ
る
が
、
文
応
元
（
一

二
六
〇
）
年
鎌
倉
中
期
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
θ

③
従
っ
て
夫
役
経
営
の
存
在
は
疑
問
と
な
る
が
、
更
に
文
永
元
年
に
は
夫
役
の

定
量
化
が
聞
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
夫
役
網
は
む
し
ろ
衰
退
し
つ
つ
あ
っ

た
と
見
ら
れ
る
。

　
か
く
し
て
当
代
史
料
に
よ
る
限
り
、
夫
役
の
存
在
は
認
め
ら
れ
る
が
、
地
代

収
取
の
上
で
は
第
二
義
的
意
義
し
か
有
し
な
か
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。
し
か
も
問

題
は
確
定
し
う
る
戦
国
・
近
世
初
期
の
生
産
力
水
準
か
ら
の
農
業
経
営
実
体
掘

握
を
行
っ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
方
法
は
史
料
的
制
約
の
存
す
る

中
批
史
研
究
に
お
い
て
一
応
妥
当
な
方
法
で
あ
る
が
、
た
だ
適
用
に
…
闘
し
て
問

題
が
あ
っ
た
。

　
「
豊
年
御
書
」
と
の
対
比
は
若
干
条
件
が
違
う
の
で
、
こ
の
際
除
外
す
る
が
、

（『

坙
{
史
研
究
』
四
五
母
上
中
有
氏
書
評
参
照
Y
「
清
良
記
漏
　
に
つ
い
て
は

若
干
検
討
を
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
年
間
八
一
一
無
役
に
女
性
労
働
二
〇
〇
日

余
工
を
要
す
る
一
晦
二
反
五
畝
の
経
嘗
で
あ
り
、
氏
は
こ
れ
を
男
四
、
五
人
目

女
一
人
と
い
う
労
働
ガ
を
必
要
と
し
「
経
営
に
要
す
る
労
働
力
の
必
要
量
か
ら

み
て
、
そ
れ
は
原
剥
と
し
て
単
婚
経
営
で
は
な
い
」
　
（
一
二
七
頁
）
と
さ
れ
る

点
で
あ
る
。

①
ま
ず
こ
の
労
働
力
数
は
単
婚
小
家
族
経
営
に
一
・
二
名
の
下
人
を
奏
す
れ
ば
㌔

必
ず
し
も
複
合
大
家
族
経
営
た
る
こ
と
を
要
し
な
い
こ
と
は
、
近
世
初
期
の
人

改
帳
に
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
氏
は
単
婚
家
族
を
文
字
通
り
男
女
離
心
の
「
単

婚
一
家
族
を
考
え
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。

②
清
良
記
は
単
に
農
事
で
は
な
く
家
の
修
理
を
含
む
詳
細
な
労
働
の
配
分
を
考

慮
し
て
記
載
し
て
い
る
。
氏
は
か
か
る
経
営
内
容
に
お
い
て
年
間
労
働
降
数
な

二
〇
〇
目
と
推
驚
さ
れ
た
が
、
常
識
的
に
い
っ
て
こ
の
推
定
は
少
な
く
、
年
三

〇
〇
同
と
見
て
も
少
な
す
ぎ
こ
そ
す
れ
、
多
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
氏
の
分
析
の
跡
を
辿
っ
て
行
け
ば
、
清
良
記
一
町
二
反
余
の
経
営

男
三
、
女
一
の
労
働
力
の
可
耕
範
囲
に
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
二
一

名
の
下
人
労
働
と
、
補
充
的
な
労
働
力
投
下
に
よ
っ
て
二
町
程
度
の
経
営
は
恐

ら
く
単
婚
小
家
族
経
営
で
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
薪
名
体
綱
は
、

か
か
る
小
経
営
の
成
立
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
た
と
見
倣
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。

㈹
　
も
し
氏
の
所
論
か
ら
小
経
営
の
存
在
を
少
く
と
も
室
町
期
に
想
定
し
う
る

と
す
れ
ば
、
そ
の
見
解
は
か
な
り
変
っ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
更

に
こ
こ
で
は
そ
の
革
新
説
の
一
方
の
柱
で
あ
る
土
地
関
係
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

今
更
革
新
か
反
動
か
と
い
う
表
現
上
の
や
り
と
り
を
問
題
に
す
る
の
は
馬
鹿
げ

て
い
る
が
、
問
題
は
作
人
的
占
有
の
一
般
的
形
成
が
、
先
進
地
域
に
お
け
る
重

層
的
関
係
の
下
に
あ
っ
て
「
地
主
鮒
占
有
ま
た
は
名
主
的
占
有
を
全
面
的
に
否

定
し
て
、
従
来
の
小
農
属
の
占
有
に
比
較
的
多
か
っ
た
作
人
曲
占
有
を
一
般
的

に
形
成
す
る
」
　
（
薫
二
八
・
九
頁
）
と
い
う
嘉
実
如
何
を
検
討
し
て
み
た
い
の

で
あ
る
。
重
層
的
関
係
、
す
な
わ
ち
氏
の
地
主
的
占
有
或
い
は
名
主
的
占
有
の

下
に
あ
る
作
人
的
占
有
が
、
権
力
に
よ
っ
て
荊
表
を
績
極
駒
に
否
定
さ
れ
、
後

考
を
認
め
た
と
い
う
例
証
は
、
第
瓦
部
の
彪
大
な
実
証
を
通
じ
て
も
遂
に
晃
当
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ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
詳
述
す
る
と
、
矯
の
例
証
史
料
は
、
例
え
ば
「
我
々

聯
之
所
領
等
茂
文
禄
三
年
片
桐
市
正
御
検
地
野
拙
、
高
付
被
仰
付
、
無
念
軍
糧

成
候
」
　
（
豆
・
二
四
七
頁
）
と
あ
る
西
能
勢
宿
野
村
津
田
家
の
場
合
の
ご
と
く
、

在
地
領
主
の
所
領
が
高
付
さ
れ
、
無
録
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
五
部
で
は

こ
れ
を
土
地
占
有
す
ら
も
否
定
さ
れ
、
無
為
に
な
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
た
が
、

こ
れ
は
無
筆
で
あ
り
、
明
ら
か
に
そ
の
解
釈
は
誤
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
第
－

部
で
は
「
と
き
に
は
地
主
的
占
有
者
の
作
人
酌
占
有
鞍
に
切
り
か
え
ら
れ
た
も

の
が
登
録
人
と
な
っ
た
」
　
（
三
三
三
頁
）
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
例
誕
史
料
は
「
と
き
に
は
し
で
は
な
く
、
む
し
ろ
か
か
る
「
領
主
」

酌
土
地
所
有
の
否
定
、
草
付
門
番
人
的
占
有
へ
の
引
直
し
を
示
す
史
料
の
み
が

提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
か
く
み
る
時
、
氏
の
説
は
根
本
酌
に
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
が
、
少
く
と
も
今
後
研
究
が
伸
展
し
た
と
し
て
も
、
先
進
地
帯
の
場
合
、
兵

農
分
離
に
よ
る
在
地
土
豪
の
離
村
を
前
提
と
せ
ず
、
従
っ
て
重
櫻
関
係
が
現
実

に
存
在
す
る
際
、
領
有
権
の
否
定
は
あ
っ
て
も
、
地
主
的
占
有
・
名
主
的
占
有

が
否
定
さ
れ
、
そ
の
下
部
の
作
入
酌
占
有
が
認
知
さ
れ
た
と
す
る
史
料
は
、
ま

ず
皆
無
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。
甚
だ
大
胆
な
　
豫
い
方
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は

理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
第
一
に
現
存
在
地
史
料
の
多
く
は
、

殆
ん
ど
か
か
る
在
地
土
豪
層
の
末
流
家
の
所
蔵
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

が
現
在
ま
で
存
続
し
え
た
こ
と
自
身
、
近
世
本
百
姓
と
し
て
高
請
地
を
有
し
て

い
た
こ
と
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
、
第
二
に
初
期
検
地
帳
上
に
も
五
〇
石
以
上
の

大
高
持
が
存
在
す
る
の
を
冤
出
す
こ
と
、
そ
し
て
作
人
的
占
有
の
認
知
と
は
逆

に
、
か
つ
て
秋
山
日
出
雄
氏
が
撫
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
か
か
る
土
張
願
の
土
地

が
無
年
貢
地
と
し
て
存
在
す
る
「
給
人
型
」
と
い
う
べ
き
例
が
見
出
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
高
腰
地
と
す
る
だ
け
で
も
か
な
り
の
抵
抗
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
に
妥
協
す
ら
行
っ
て
い
る
段
階
に
お
い
て
、
い
う
と
こ
ろ
の
革
新
策
を
実

行
し
え
た
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
。

　
従
っ
て
、
地
主
的
乃
至
名
主
的
占
有
の
作
人
的
占
有
へ
の
切
換
え
が
一
般
的
・

で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
念
の
為
に
付
け
加
え
れ
ば
、
そ
の
場
合
、
作

人
鮒
占
有
薪
が
下
に
存
在
す
る
と
す
れ
ぽ
、
彼
等
は
荘
園
体
制
下
余
剰
生
産
に

よ
る
職
の
分
化
の
結
果
と
し
て
の
書
誤
を
保
有
し
て
い
た
の
に
対
し
、
も
は
や

何
ら
の
権
利
も
有
せ
ず
、
私
意
な
隷
属
関
係
を
結
ん
で
有
力
農
畏
の
下
に
入
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
幕
藩
権
力
は
農
民
の
全
余
剰
労
働
を
搾
取
せ

ん
と
す
る
意
図
を
有
し
た
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
か
か
る

年
貢
収
取
関
係
下
の
私
的
隷
属
関
係
が
蜜
晦
時
代
の
そ
れ
よ
り
遙
か
に
劣
悪
で

あ
り
、
従
っ
て
却
っ
て
夫
役
経
雷
に
類
似
の
現
象
を
示
し
た
と
し
て
も
不
思
議

で
は
な
い
。
こ
れ
を
小
農
昆
自
立
策
と
い
い
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
な
お
色
々
と
指
繁
し
た
い
点
も
あ
る
が
省
略
し
て
次
の
二
点
に
触
れ
て
お

　
き
た
い
。

　
　
そ
の
一
は
宮
川
氏
の
功
績
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
戦
意
大
名
の
艇
畏

　
把
握
は
、
た
だ
負
担
の
軽
重
に
よ
つ
て
占
有
の
内
容
を
定
め
ら
れ
る
限
り
明

　
ら
か
に
作
人
的
占
有
を
形
成
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
後
進
地
帯
の
例
証
、
武

　
田
領
祭
酒
姓
分
の
占
有
は
名
主
的
占
有
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
負
担
額
二
二

　
～
三
六
％
と
さ
れ
た
為
で
あ
り
、
第
二
一
表
か
ら
冬
田
す
れ
ば
六
二
・
二
～

　
五
一
・
一
％
と
な
り
氏
の
い
わ
れ
る
作
人
的
占
有
の
負
担
額
と
な
っ
て
い
る

　
（
二
九
八
・
九
頁
）

　
　
笛
二
に
問
題
に
な
る
の
は
近
江
坂
田
郡
井
戸
村
与
六
の
史
料
で
あ
る
。
こ

　
の
史
料
は
安
良
城
氏
に
よ
つ
て
も
「
「
作
入
」
の
「
作
職
」
を
晦
二
の
耕
地
保
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有
と
し
て
決
定
せ
ん
と
す
る
基
調
1
1
原
鰯
扁
　
（
五
三
頁
）
を
認
め
ら
れ
た
史

　
料
で
あ
る
。
富
川
氏
も
こ
れ
を
随
処
に
引
導
さ
れ
、
　
「
名
主
職
所
有
者
を
押

　
え
あ
る
い
は
排
除
し
て
作
町
所
有
春
だ
け
を
純
粋
の
農
民
と
し
て
薩
接
把
握

　
す
る
扁
　
（
第
亙
部
一
〇
八
頁
）
こ
と
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る
。

　
　
し
か
し
こ
の
史
料
の
「
作
職
」
は
単
純
に
名
主
職
・
作
職
に
お
け
る
作
職

　
と
云
い
う
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
内
容
は
「
ふ
ち
」
「
与
六
様

　
御
ふ
ち
」
無
記
載
と
、
　
「
与
六
様
徳
分
共
御
　
ふ
ち
」
と
あ
る
場
舎
に
大
別
で

　
き
、
従
っ
て
こ
こ
で
与
六
が
扶
持
し
た
凡
作
　
職
」
は
名
主
職
・
襲
職
の
二
種
類
が

　
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
着
弛
し
う
る
。
作
親
と
い
う
糖
葉
が
、
云
わ

　
ば
縫
畏
保
有
地
と
し
て
、
職
の
分
化
と
は
異
っ
た
概
念
と
し
て
窺
い
ら
れ
て

　
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
検
地
で
問
題
に
な
る
の
は
、
扶
持
を
給
与
す

　
る
在
地
領
主
の
領
主
権
が
基
本
酌
に
は
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で

　
あ
り
、
か
か
る
意
味
で
は
幾
多
の
猫
柳
と
と
も
に
一
致
し
た
叢
…
調
を
有
し
て

　
い
る
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
澗
氏
の
見
解
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
考
え
る
。

　
さ
て
最
後
に
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
検
地
帳
の
実
証
で
あ
る
。

宮
川
氏
の
業
績
は
ま
さ
に
そ
の
点
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
中

世
史
が
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
証
的
成
果
は
、
氏
南
身
の
要
約
に

從
え
ば
①
無
屋
敷
登
録
人
三
反
以
下
の
零
細
な
登
録
人
が
全
国
的
に
縄
現
す
る

こ
と
、
②
検
地
帳
と
名
寄
帳
の
根
違
、
江
戸
前
期
に
か
け
て
一
致
す
る
傾
向
の

あ
る
こ
と
、
③
零
細
登
録
人
は
先
進
地
域
、
天
正
・
慶
長
期
に
歳
も
多
く
、
そ

の
後
漸
減
、
後
進
地
域
で
は
近
世
前
期
に
最
大
と
な
り
漸
減
す
る
、
と
い
う
三

点
に
要
約
さ
れ
て
い
る
（
二
五
・
七
頁
）
。
こ
の
実
証
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
①

⑨
に
つ
い
て
は
否
定
す
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
を
指
摘
さ
れ
た
宮

川
氏
の
功
績
は
ま
た
没
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
が
、

し
か
し
こ
の
吟
興
を
基
礎
に
し
て
研
究
が
鵠
発
し
な
け
、
れ
ば
な
《
り
な
い
と
し
て

も
、
そ
れ
は
漸
く
出
発
点
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
み
た

よ
う
に
私
は
こ
の
事
実
か
ら
構
築
さ
れ
た
氏
の
説
に
対
し
て
賛
成
し
え
な
か
っ

た
。
今
検
地
帳
の
実
証
を
め
ぐ
っ
て
も
同
様
な
疑
問
を
有
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
紙
数
で
も
あ
り
詳
述
で
き
な
い
が
、
改
め
て
検
地
帳

そ
れ
演
体
の
内
容
を
吟
味
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
登
録
人
を
そ
の
ま
ま
一
経
営

主
体
と
見
敏
す
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
定
時
点
に
お
け
る
農
畏
の
特

殊
な
保
有
関
係
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。
検
地
帳
の
内
容
は
、
管
見
の
許
す

か
ぎ
る
分
割
相
続
に
よ
る
保
有
地
の
出
現
を
主
流
と
し
て
措
定
せ
ざ
る
を
得
な

い
と
考
え
て
い
る
。

　
以
上
宮
川
氏
の
見
解
に
対
し
て
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
き
た
が
、
そ

れ
は
主
と
し
て
蕃
実
の
も
つ
側
簾
と
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
触
れ
て
き
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
私
は
太
閤
検
地
革
新
説
に
賛
成
し
え
な
い
理
由
を
園

ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
実
証
そ
の
も
の
の
問
題
は
、
理
論
的
前
提

と
、
云
わ
ば
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
事
実
氏
の
見
解

は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
触
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
の

で
、
簡
単
に
問
題
点
を
列
寵
し
た
い
と
考
え
る
。

　
何
よ
り
も
封
建
鋤
を
い
か
に
理
解
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
氏
の
封
建

制
概
念
は
、
　
「
純
粋
封
建
制
扁
を
一
方
で
は
隷
農
制
と
捉
え
な
が
ら
も
、
そ
れ

が
「
純
粋
」
な
文
面
通
り
完
成
し
た
封
建
綱
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
幕
藩
体
制
は
い
か
な
る
意
味
で
純
粋
な
封
建
制
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
土
地
所
有
の
封
建
的
統
一
と
作
人
的
占
有
の
一
般
的
形
成
が
そ
の
支
柱
と
な

っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
し
か
し
隷
農
糊
は
あ
く
ま
で
も
農
奴
捌
よ
り
隷
農

稠
の
封
建
制
解
体
過
程
に
お
い
て
捉
え
る
の
が
一
般
で
あ
り
、
本
来
重
書
的
土

149 （149）



地
所
有
関
係
を
立
前
と
す
る
封
建
制
に
あ
っ
て
単
一
的
関
係
は
必
ず
し
も
純
粋

と
し
え
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
作
人
帥
占
有
の
一
般
的
形
成
は
、
他
な
ら
ぬ
封

建
的
自
営
農
の
形
成
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
宮
川
氏
は
単
婚
小
家
族
自

営
農
艮
経
営
を
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
封
建
的

小
農
斑
経
営
を
か
く
解
釈
さ
れ
る
の
は
安
良
城
氏
の
見
解
で
あ
る
が
、
そ
れ
自

身
聞
題
が
あ
り
、
更
に
氏
の
理
解
は
、
第
X
部
の
諸
手
交
の
示
す
如
く
直
系
数

世
代
家
族
を
も
複
合
家
族
と
捉
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
か
か
る
論
理
的
前
提
に
た
つ
限
り
、
幕
藩
体
制
前
社
会
に
お
け
る
封
建

制
の
発
農
は
、
い
ず
れ
も
未
熟
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
更
に
氏
は

荘
園
傾
主
蹉
本
所
領
家
に
つ
い
て
「
名
主
に
対
し
て
奴
隷
制
的
収
取
は
な
し
え

な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
土
地
所
有
に
基
づ
く
収
取
を
実
現
す
る
手
段
と
し
て

の
権
力
の
基
礎
を
律
令
制
国
家
動
力
な
い
し
、
古
代
的
支
配
関
係
に
お
い
て
い

た
（
六
八
頁
）
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
瓶
領
家
は
そ
れ
こ
そ
「
古
代
的
」

権
力
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
さ
れ
て
い
る
。
本
所
領
家
の
所
職
の
否
定
、
荘
園

体
欄
の
破
棄
は
太
閤
検
地
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
前
段
階
は
必
然
的
に

古
代
の
残
映
が
あ
り
、
下
部
に
封
建
制
が
発
達
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
朱
熟

な
も
の
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。
南
北
朝
を
劃
期
と
す
る
荘
園

制
の
変
質
も
、
依
然
と
し
て
「
そ
れ
を
完
全
な
封
建
的
土
地
所
有
と
す
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
許
さ
れ
な
い
」
　
（
二
三
七
頁
）
の
も
そ
の
為
で
あ
る
。
か
く
し
て

氏
の
論
拠
は
荘
園
領
主
を
「
古
代
的
」
と
み
、
ま
た
封
建
的
小
農
民
蜷
単
婚
小

家
族
自
営
農
民
説
を
採
用
さ
れ
る
点
で
は
、
安
良
城
氏
と
同
一
基
盤
に
た
っ
て

お
り
、
そ
れ
故
に
、
結
論
も
ま
た
非
常
に
似
通
っ
た
も
の
た
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と
考
え
る
。

　
従
っ
て
ま
た
そ
の
分
析
に
お
い
て
家
父
長
的
奴
隷
制
論
春
と
全
く
分
析
視
角

を
一
に
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
目
本
封
建
制
の
分
取
に
お
い
て
、

氏
は
正
当
に
も
そ
の
基
本
的
対
立
は
蕨
園
領
主
と
名
主
に
あ
る
こ
と
を
認
め
ら

れ
、
名
主
と
隷
属
罠
と
の
関
係
は
副
次
飾
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
基
本
的
関
係
の
分
析
を
行
わ
れ
ず
、
そ
の
本
質
決
定
は
名

主
内
部
の
、
つ
ま
り
酬
次
的
ウ
ク
ラ
ー
ド
の
分
析
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
名
体
制
満
コ
質
ナ
ー
ト
制
、
新
名
体
制
1
1
農
奴
制
の
規
定
は
、
か
か
る

名
主
層
の
経
営
分
析
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
領
主
と
の
収
取
開
係
は
年
貢
公
事

が
収
取
さ
れ
る
と
の
み
で
殆
ん
ど
分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
い
わ
ば
二
重
の

生
硬
関
係
が
重
層
的
に
存
在
し
て
い
る
場
合
、
基
本
酌
関
係
と
副
次
的
関
係
は

厳
密
に
紺
応
ず
る
も
の
と
考
え
て
お
ら
れ
る
如
く
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
、

単
に
氏
の
み
で
は
な
い
が
、
荘
園
制
に
つ
い
て
は
何
よ
り
も
領
主
と
名
主
の
基

本
的
関
係
の
分
析
に
お
い
て
、
ま
ず
性
格
決
楚
を
な
す
べ
き
で
あ
り
、
か
か
る

大
土
地
所
有
に
基
づ
く
収
取
関
係
の
具
体
的
内
容
に
よ
っ
て
本
質
決
定
が
な
さ

る
べ
ぎ
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
次
に
問
題
と
な
る
の
は
共
同
体
で
あ
る
。
封
建
的
小
農
罠
経
営
が
再
生
塵
過

程
で
共
同
体
的
諸
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
氏
は
名

主
ー
コ
ロ
ナ
ー
ト
制
－
家
族
共
罰
体
、
新
名
一
農
奴
制
－
族
縁
共
童
体
と

い
う
シ
ェ
ー
マ
を
考
察
さ
れ
た
。
一
定
の
生
産
力
水
準
に
対
応
し
て
、
そ
の
再

生
産
構
造
が
変
化
す
る
、
そ
の
意
味
で
共
岡
体
の
変
質
を
追
求
し
よ
う
と
さ
れ

た
氏
の
意
欲
は
充
分
汲
み
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
さ
さ
か

困
惑
す
る
の
は
、
か
か
る
共
同
体
と
後
者
H
階
級
関
係
と
の
連
関
を
殆
ん
ど
同

一
現
象
を
さ
し
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
読
み
と
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
一
例

を
あ
げ
る
と
、
名
主
が
領
主
の
農
奴
で
あ
る
と
と
も
に
在
家
の
夫
役
労
働
を
収

取
す
る
農
奴
主
で
あ
り
と
し
て
「
右
の
ご
と
く
挫
格
を
異
に
す
る
爾
者
の
閥
の
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保
護
…
被
保
護
な
い
し
、
依
存
充
足
の
関
係
を
か
駄
に
族
縁
共
阿
体
的
関
係
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
領
主
制
の
基
底
に
お
け
る
夫
役
経
営
の
収
取
負
担
を
特
質
と

し
た
一
種
の
農
奴
制
的
生
産
関
係
で
あ
り
…
…
扁
　
（
一
五
九
頁
）
と
さ
れ
て
い

る
点
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
夫
役
収
取
を
基
礎
と
す
る
生
産
関
係
は
、
も
し
し

か
り
と
す
れ
ば
そ
の
両
全
は
農
奴
主
と
畏
奴
と
い
う
二
階
級
に
分
裂
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
を
共
同
体
と
し
て
包
括
す
べ
き
で
は
な
い
。
共
同
体
内

部
に
階
級
関
係
が
発
生
す
れ
ば
、
当
然
そ
の
共
同
体
は
解
体
す
る
か
ら
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
は
コ
ロ
ナ
ー
ト
制
－
家
父
長
制
酌
家
族
共
同
体
説
に
も
云
え
る
こ

と
で
あ
っ
て
理
論
酌
な
整
理
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
考
え
る
。

＊

＊

　
以
上
気
付
く
ま
ま
に
宮
川
氏
の
業
績
に
つ
い
て
感
想
を
記
し
て
き
た
。
こ
の

す
ぐ
れ
た
研
究
に
対
し
て
む
し
ろ
そ
の
す
ぐ
れ
た
成
果
を
指
摘
す
べ
き
で
あ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
事
実
、
氏
の
研
究
は
太
閤
検
地
を
め
ぐ
る
日
本
封
建
制
研

究
史
の
上
で
、
誠
に
重
要
な
一
布
石
を
う
た
れ
た
も
の
と
云
う
べ
ぎ
で
あ
り
、

今
後
の
研
究
に
際
し
て
貴
重
な
財
産
を
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
私

の
よ
う
に
氏
か
ら
直
接
に
色
々
啓
発
さ
れ
て
き
た
後
輩
に
と
っ
て
、
却
っ
て
こ

の
機
会
に
そ
の
異
同
を
明
確
に
さ
ぜ
て
お
ぎ
た
い
希
望
を
も
つ
た
の
が
真
清
で

あ
る
。
そ
の
見
解
か
ら
学
び
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
決
し
つ
つ
研
究
を
続
け
て
き

た
も
の
と
し
て
か
か
る
形
で
批
評
を
行
っ
た
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
と
考
え

る
。
も
と
も
と
私
は
幕
藩
体
制
を
解
体
期
封
建
社
会
と
し
て
考
え
、
日
本
封
建

制
の
展
閥
過
程
に
お
い
て
、
再
編
・
強
化
さ
れ
て
成
立
し
た
封
建
制
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
中
村
吉
治
氏
の
封
建
欄
再
編
成
説
や
、
茶
本
的
に
そ
れ
を
発
展

さ
せ
た
藤
田
五
郎
氏
の
説
も
余
り
問
題
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
に
も
拘

ら
ず
、
現
在
の
研
究
水
準
の
上
に
た
っ
て
正
当
に
発
展
さ
せ
評
価
さ
る
べ
き
こ

と
を
痛
感
す
る
。
し
か
も
広
川
氏
の
大
著
を
通
じ
て
も
、
む
し
ろ
こ
の
見
解
を

整
理
す
れ
ば
、
却
っ
て
こ
の
線
に
落
着
く
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
。
理
論
的
に
い

っ
て
も
狭
義
の
饗
奴
制
か
ら
隷
農
制
へ
の
進
化
は
、
封
建
制
の
発
威
で
は
な
く

し
て
解
体
過
程
の
駈
産
と
見
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
転
調
の
き
っ
か

け
を
な
す
太
閤
検
地
も
ま
た
、
先
述
し
た
如
く
農
属
拙
握
の
強
化
を
目
ざ
す
以

外
の
何
者
で
も
な
か
っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
　
（
第
工
都
　
A
5
判
三
九

八
頁
　
昭
和
薫
四
年
四
月
刊
　
定
価
七
〇
〇
円
　
第
亙
部
　
A
5
判
三
七
〇
頁

昭
和
三
二
年
一
二
月
　
お
茶
の
水
書
房
刊
　
定
価
五
〇
〇
円
）
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